
船 亀比沸失腱侵

平成18年は熊谷法力房蓮生法師の八百年遠忌です。

平成23年には法然上人の八百年御忌を迎えます。

埼玉教区浄土宗青年会
http://m.sa:jousei.oom



一
途
に

「み
お
し
え
」
を
求
め
て

―

　
法
力
房
蓮
生
法
師

（熊
谷
次
郎
直
実
公
）
―

埼
玉
県
出
身
の
人
物
と
し
て
、
知
っ
て
お
い
て
頂
き
た
い
人
物
が
い
ま
す
。

源
頼
朝

に

「
坂
東

一
の
剛

の
武
者
」
と
称
さ
れ
た
、

平
安
末
期
か
ら

鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
そ
の
名
を
馳
せ
た
坂
東

・
武
蔵
国
、
熊
谷
出
身
の
武
将

く
ま
が
い
じ
ろ
う
な
お
ざ
ね

熊
谷
次
郎
直
実
で
す
。

「十
六
年
は
ひ
と
む
か
し
。
夢
だ
、
夢
だ
。
」

歌
舞
伎
を
ご
覧
に
な
る
方
に
は
説
明
の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
『
平
家
物
語
』

を

元

に

し
た
直

実

公
が

主

人

公

の
演

目
、

『
熊

谷
陣

屋
』

の
最
後

、

花
道
を
走
り
去
る
名
場
面
で
す
。

今

で
も

人

々

に
愛

さ

れ

続

け

る
埼

玉

の
名

将

、

直

実

公

に
は

、

知

っ
て
お
い
て
頂
き
た
い
名
前
が
も
う

一
つ
あ
り
ま
す
。

ほ
う
り
き
ぼ
う
れ
ん
せ
い
ほ

っ
し

そ
の
名
は
法
力
房
蓮
生
法
師
、
浄
土
宗
の

「
み
お
し
え
」
お
念
仏
を
頂
く

私
た
ち
に
と
っ
て
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
念
仏
の
信
仰
の
大
先
輩
で
す
。

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
「保
元

・
平
治
の
乱
」
を
は
じ
め
と
し

て
、
平
氏
と
源
氏
、
親
子
兄
弟
、
入
り
乱
れ
て
の
殺
し
合
い
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
中
に
お
い
て
直
実
公
が

「
坂
東

一
」
と
ま
で
称
さ
れ
る
だ
け
の

武
勲
を
挙
げ
る
事
は
、
ま
た
そ
の
中

で
生
き
残

っ
て
い
く
事
は

ど
れ
程

凄
ま
じ
い
事
で
あ

っ
た
で
し
よ
う
か
。
「
人
を
殺
め
る
」
と
い
う
事
、
そ
れ
が

手
柄

口
名
誉
に
な
り
も
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
咎
め
る
者
も
お
ら
ず
、
そ
れ
に
対
し

て
疑
念
を
持

つ
者
も
い
な
い
時
代
で
し
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
名
誉
や
地
位
、

そ
し
て
所
領
、
さ
ら
に
は
自
分
の
命
さ
え
も
守
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
時
代
で
す
。

そ
の
時
代
に
あ
り
な
が
ら
、
直
実
公
は
武
士
と
し
て
の
す
べ
て
を
捨
て
、

法
然
上
人
を
尋
ね
、
「蓮
生
法
師
」
と
し
て
浄
土
を
求
め
る
念
仏
行
者
と
し
て
の

道
を
歩
む
事
と
な
っ
た
の
で
す
。

直
実
公
が
蓮
生
法
師
と
な
っ
た
き

っ
か
け
は

一
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
武
勲
を

挙
げ
て
い
く
中
、
自
分
の
息
子
の
歳
ほ
ど
の
平
家
の
公
達

口
平
敦
盛
公
を
討
っ
た

こ
と
、
放
生
会
の
流
鏑
馬
に
て
下
級
武
士
の
仕
事
で
あ
る
的
立
役
を
命
じ
ら
れ
た

こ
と
、
ま
た
命
を
懸
け
て
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
自
分
の
領
地
を
、
叔
父
で
あ
る

久
下
直
光
に
取
ら
れ
そ
う
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
事
な
ど
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
続

き
ま

し
た
。

し
か
し
、　
一
番
大
き
な
理
由
は
、
歳
を
重
ね
る
ご
と
に

感
じ
る

「
無
常
さ
」
、
そ
し
て

「
こ
の
ま
ま
い
け
ば
行
く
先
は

地
獄
」
と
い
う
自
分
の
今
ま
で
の
生
き
方
を
振
り
返

っ
て
の

思
い
だ

っ
た
の
で
す
。

直
実
公
は

「
人
が
人
を
殺
し
生
き
残

っ
て
い
く
」
と
い
う

時

代

の
武

士

で
あ

っ
た

し

、

そ

の
時

代

や

身

分

に

忠
実
に
従
い
、
主
君
の
為
に

一
所
懸
命
に
命
を
懸
け
た
者
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、

無
常
を
感
じ

「蓮
生
法
師
」
と
な
ら
れ
た
の
で
し
よ
う
。

で
は
、
今
の
時
代
の
我
々
は
ど
う
で
し
よ
う
か
。
法
を
犯
す
と
い
う

一
線
は
越

え
て
い
な
く
と
も
、
「地
位
」
や

「名
誉
」
や

「財
」
を
求
め
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
事
を
す
る
、
と
い
う
事
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
な
ん
ら
変
わ
り
の
な
い
生
活
を

送

っ
て
は
い
な
い
で
し
よ
う
か
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
に
、
「だ
っ

て
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
生
き
て
い
け
な
い
ん
だ
か
ら
し
よ
う
が
な
い
。
」
「皆
も
そ

う
し
て
い
る
よ
。
」
と
い
う
言
い
訳
を
、
自
分
自
身
に
し
て
い
ま
せ
ん
か
。
そ
の

事
に
疑
間
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
の
行
く
先
は
ど
う
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
今
ま
で
想
像
し
た
事
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

一熱



法
然
上
人
を
前
に
し
、
「
お
念
仏
を
称
え
れ
ば
必
ず
救
わ

れ
る
。
」
そ
の

「
み
お
し
え
」
の
真
髄
に
触
れ
た
と
き
、
誇
り
高
き
武
士
で
あ

っ
た
直
実
公
は

筋
骨
た
く
ま

し
い
大
き
な
身
体

で
大
粒

の
涙
を
流
さ
れ
た
そ
う

で
す
。

そ

の
法

然

上
人

の
お

念

仏

の

「
み
お

し
え
」
を
前

に
、
私
た

ち

は

自
分
自
身
を
見

つ
め
、
ど
ん
な
事
を
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
よ
う
か
。

蝙

嘲
ぶ

ら ‐ま
鰤

彎

越

呻

≒

。
確

鶏

舞

い
銃

卸
縫

七
五
〇
年
遠
忌

宅
五
〇
回
３

を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

兜
の
上
に
立
つ
蓮
生
法
師
の
姿
は
身
を
守
る

「鎧
」
や

「兜
」
よ
り
も
、
心
を

守
る

「
墨
染
め
の
衣
」
の
ほ
う
が
勝

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

地
位
や
名
誉
の
た
め
に
人
を
押
し
の
け
て
生
き
る
武
士
よ
り
も
、
縁
の
あ
る
人
も

な
り
人
も
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
々
と
共
に
、
阿
弥
陀
様

の
極
楽
浄
土
の

蓮
の
合
に
生
ま
れ
た
い
、
と
願
っ
た
、
蓮
生
法
師
の
御
心
を
映
し
た
霊
像

で
す
。

熊

谷
寺

に
は
も

う

一
つ
有

名

な
絵

が

爾
圏

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
然
上
人
が
お
住
ま
い
の

京

都

‘

吉

水

の

革

庵

か

ら

故

郷

で
あ

る

熊

谷

の
地

に
戻

ら
れ

る

蓮

生
法
師

の
お
姿

で
、
阿
弥
陀
さ
ま

の

い

ら

っ

し

や

る

西

に

背

中

を

向

け
な

い
よ
う

に
と
馬

に
逆

さ

ま

に

乗
る

『
東

行
逆

馬
図
』

で
す
。

４
“
聴
ム
最
漁
囮

「浄
土
に
も
　
剛
の
も
の
と
や
　
沙
汰
す
ら
ん西

に
向
か
い
て
　
後
ろ
み
せ
ね
ば
」

こ
の
お
歌
は
、
そ
の
時
の
蓮
生
法
師
が
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
。
剛
の
者
と
は
、

一
つ
の
道
を
求
め
る
勇
者
の
こ
と
で
す
。
武
士
と
し
て

「
命
を
懸
け
て
主
君
に

仕
え
る
」
と
い
う

「剛
の
者
」
か
ら
、
阿
弥
陀
さ
ま
を
慕
い
、
念
仏
を
ひ
と
筋
に

称
え
る

「剛
の
者
」

へ
。
己
の
罪
を
懺
悔
し
無
力
さ
を
知
り
、
救
い
の
道
を
求
め

て
法
然
上
人
の
み
お
し
え
を

一
途
に
信
じ
た
、
「
阿
弥
陀
さ
ま
の
宮
仕
え
」
と
し

て

「
決

し

て

背

申

を

見

せ

な

い

よ

う

に

」

と

、
　
一
途

な

思

い

を

か
け
る

「
剛
の
者
」
と
し
て
の
蓮
生
法
師
の
お
姿
で
す
。

そ
の
お
姿
を
伝
え
聞
い
た
法
然
上
人
は
、
蓮
生
法
師
を

「
坂
東
の
阿
弥
陀

ほ
と
け
で
あ
る
。
」
と
称
さ
れ
ま
し
た
。
法
然
上
人
が
お
弟
子
を
讃
え
る
の
に
、

「
阿
弥
陀
ほ
と
け
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
た
の
は
、
数
多
く
の
弟
子
の
中
で
も

蓮
生
法
師
た
だ
お

一
人
に
対
し
て
だ
け
な
の
で
す
。

蓮
生
法
師
は
、
念
仏
庵

（現
在
の
熊
谷
寺
）
で
、
人
々
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、

端
坐
合
掌
し
、
お
念
仏
を
称
え
る
中
、
往
生
さ
れ
ま
し
た
。

お
念
仏
に
ご
縁
を
頂
い
て
い
る
私
た
ち
は
、
も
し

「埼
玉
に
こ
の
人
あ
り
」
と

問
わ
れ
た
時
、
そ
れ
は

「
蓮
生
法
師
」
と
答
え
て
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。

法
然
上
人
に
教
え
を
請
い
、
こ
こ
関
東
の
地
に
初
め
て
法
然
上
人
の
お
念
仏
の
種

を
蒔
い
て
く
だ
さ
っ
た
信
仰
に
お
い
て
の
大
先
輩
を
、
誇
り
に
思
っ
て
頂
き
た
い

の
で
す
。

そ
し
て

「
一
途
に
道
を
求
め
続
け
た
」
そ
の
姿
を
お
手
本
に
、
毎
日
お
念
仏

の
中
で
の
生
活
を
、
私
た
ち
自
身
も
送
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。
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坂
東

一
の
剛
の
武
者
　
圭我
朝
公
に
従
い
て

武
勲
も
高
し
　
そ
の
名
こ
そ
　
武
州
熊
谷
直
実
公

寿
永
の
音

一
の
谷
　
敦
盛
討
ち
て
果
敢
な
さ
に

吉
水
禅
房
訪
ね
て
は
　
　
法
然
上
人
に
救
い
乞
う

全
て
投
げ
捨
て
組
り
な
ば
　
そ
こ
に
浄
土
の
花
ぞ
咲
く

法
然
上
人
膝

下
に
て
　
念
仏
の
功
徳
に
涙
す
る

大
原
間
答
　
危
機
に
立
つ
　
上
人
守
る
斧
持
つ
も

か
え
り
て
教
え
諌
め
ら
れ

「斧
替
名
号
」
授
か
り
ぬ

師
の
大
思
に
感
泣
し
　
美
作
久
米
の
生
誕
地

屋
敷
の
跡
地
そ
の
ま
ま
に
　
誕
生
寺
を
ば
建
立
す

尊
き
念
仏
の
み
教
え
を
　
武
蔵
の
民
に
も
分
か
つ
べ
く

「
不
背
西
方
」
の
逆
さ
馬
　
南
無
阿
弥
陀
仏
と
東
行
す

藤
枝
宿
に
て
蓮
生
坊
　
こ
れ
を
路
銀
の
代
わ
り
に
と

質
に
入
れ
た
る
お
念
仏
　
阿
弥
陀
ほ
と
け
に
化
わ
り
け
る

有
縁
無
縁
の
衆
生
を
も
　
共
に
浄
土

へ
生
ま
れ
ん
と

願
い
　
そ
の
名
も
蓮
生
坊
　
上
品
上
生
の
願
を
立
つ

坂
東
最
初
の
念
仏
道
場
　
往
生
予
告
の
蓮
生
坊

た
な
び
く
紫
雲
や
芳
香
に
　
晴
れ
て
浄
土
に
生
ま
れ
け
り

武
州
熊
谷
、
熊
谷
寺
　
坂
東
阿
弥
陀
ほ
と
け
と
て

今
も
絶
え
ざ
る
お
念
仏
　
な
む
や
、
熊
谷
蓮
生
坊
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『
蓮
生
法
師
和
讃
』

蓮
生
法
師
八
百
年
遠
忌
を

記
念
し
て
、
作
ら
れ
た

ご
利
讃
で
す
。

編
集
後
記

新
し
い
編
集
委
員
と
な

っ
て
の
は
じ
め
て
の

『
み
お

し
え
』
。
今
年
は
蓮
生
法
師

八
百
年
遠
忌
を
迎
え
る
こ

と
も
あ
り
、
埼
浄
青
の
勉
強

会
で
、
埼
玉
ゆ
か
り
の
名
僧

で
あ
る
熊
谷
次
郎
直
実
公

こ
と
蓮
生
法
師
を
テ
ー
マ

に
何
度
か
勉
強
会
を
行
な

い
、
コ
八
時
礼
讃
会
』
を

熊
谷
寺
様
で
開
催
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。

編
集
委
員
会
で
何
度
も

話
し
含
い
を
重
ね
、
作
り
上

げ
た

『
み
お
し
え
』
。
手
に

し
た
方

々
に
、
少
し
で
も

「
我

々
が

誇

り

に

思

う

蓮
生
法
師
と
は
ど
ん
な
方

で
あ

っ
た
か
。
」
と
い
う
事

が
解

っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

有
難
い
と
思
う
。

様
々
に
御
協
力
を
頂
い

た

熊

谷

寺

様

に

は

感

謝

申
し
上
げ
た
い
。

埼
浄
青
編
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野
見
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